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「
念
仏
を
唱
え
る
と
、
よ
そ
の
国
が
こ
の
日
本
の
国
に
攻
め
て
く
る
と
い
う
の
か
」 

北
条
重
時
が
馬
鹿
ば
か
し
い
と
い
っ
た
口
調
で
執
事
の
藤
次
左
衛
門
に
問
い
正
し
た
。 

「
御
意
っ
」 

「
念
仏
を
や
め
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
北
条
氏
一
門
に
同
志
討
が
起
る
と
日
蓮
は
い
っ
た
の
だ
な
あ
」 

「
御
意
に
ご
ざ
い
ま
す
。
立
正
安
国
論
の
中
に
お
い
て
は
、
薬
師
経
と
仁
王
経
を
引
い
て
、
他
国
侵
逼
難
と
自
界 

 
 
 

叛󠄀
逆
難
の
来
た
る
こ
と
を
明
言
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
な
お
こ
れ
が
上
書
を
頼
ん
だ
宿
屋
左
衛
門
に
、
特
に
言 

 
 
 

葉
を
改
め
て
、
禅
宗
と
念
仏
宗
と
を
と
ど
め
給
え
、
こ
の
事
用
い
な
き
時
は
、
北
条
一
門
よ
り
こ
と
起
っ
て
、
他 

 
 
 

国
の
た
め
に
せ
め
ら
れ
る
と
申
し
た
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

「
う
う
む
、
ま
こ
と
に
狂
気
な
揚
言
、
さ
り
と
て
捨
て
て
お
け
ば
大
事
を
招
来
し
よ
う
」 
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「
御
意
っ
御
意
っ
、
し
か
も
日
蓮
、
最
明
寺
殿
（
北
条
氏
五
代
目
の
執
権
職
時
頼
の
こ
と
）
が
こ
の
上
申 

 
 
 
 
 
 

に
返
答
な
く
、
何
の
御
汰
汰
も
な
い
と
こ
ろ
よ
り
、
再
び
小
町
の
辻
に
た
っ
て
、
他
国
侵
逼
、
自
国
叛󠄀
逆
の
二
難
き
た
る 

と
毎
日
の
よ
う
に
吠
え
た
て
て
お
る
と
の
こ
と
に
ご
ざ
い
ま
す
。
打
続
く
天
変
地
夭
に
動
揺
し
た
民
の
心
が
、 

 
 
 
 

た
と
え
始
め
は
そ
ら
ご
と
と
わ
き
ま
え
て
お
っ
て
も
、
度
重
さ
な
っ
て
き
く
う
ち
に
は
本
当
の
よ
う
に
思
い
こ
む
で 

 
 

あ
り
ま
し
ょ
う
。
鎌
倉
御
所
の
の
き
ば
に
近
い
小
町
の
辻
に
立
っ
て
、
自
界
叛󠄀
逆
の
難
き
た
る
な
ど
と
叫
ぶ
は
、 

 
 
 

た
だ
気
違
い
の
沙
汰
と
申
す
外
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」 

「
わ
が
朝
に
仏
教
渡
来
後
、
僧
は
出
家
遁
世
と
申
し
て
世
上
の
こ
と
は
口
に
す
る
こ
と
す
ら
嫌
っ
た
も
の
で
あ 

 
 
 

る
。
故
に
寺
々
は
多
く
の
山
中
に
建
立
さ
れ
て
俗
塵
を
遠
の
け
、
世
に
毅
然
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
る 

 
 
 

に
彼
の
日
蓮
と
称
す
る
僧
侶
は
こ
れ
と
全
く
あ
べ
こ
べ
で
あ
る
。
市
中
の
往
来
に
た
っ
て
、
諸
宗
の
悪
口
を
い
い 

 
 
 

ふ
ら
し
、
果
て
は
政
道
の
上
に
ま
で
口
を
出
し
て
他
国
侵
逼
、
自
界
叛󠄀
逆
近
し
と
叫
ぶ
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
魔
作 

 
 
 

沙
門
で
あ
る
、
気
違
い
坊
主
で
あ
る
と
こ
の
北
条
重
時
は
み
る
」 

「
御
意
、
御
意
、
御
意
、
気
違
い
坊
主
な
れ
ば
こ
そ
建
長
寺
の
道
隆
上
人
も
、
光
明
寺
の
然
阿
上
人
も
、
長
楽
寺 

 
 
 

の
隆
観
上
人
も
、
寿
福
寺
の
朗
誉
上
人
も
、
浄
光
明
寺
の
行
敏
上
人
も
、
極
楽
寺
の
良
観
上
人
も
、
皆
様
が
す
べ 

 
 
 

て
相
手
に
せ
ず
に
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
鎌
倉
当
代
の
か
か
る
名
僧
智
識
が
日
蓮
を
正
気
な
僧
侶
と
み
れ 

 
 

ば
、
な
ん
で
捨
て
お
く
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」 

「
藤
次
左
衛
門
、
も
そ
っ
と
近
く
よ
れ
」 
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北
条
重
時
は
執
事
に
声
を
改
め
て
い
い
出
し
た
。 

「
い
い
か
な
あ
、
最
明
寺
殿
が
殿
中
に
お
い
て
寺
社
奉
行
宿
屋
左
衛
門
尉
光
則
の
手
を
経
て
、
上
書
さ
れ
た
日
蓮 

 
 
 

が
立
正
安
国
論
を
、
比
企
大
学
三
郎
に
よ
っ
て
朗
読
さ
れ
た
の
を
、
最
後
ま
で
耳
を
傾
け
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
事 

 
 
 

実
だ
。
だ
が
し
か
し
事
実
は
そ
れ
だ
け
だ
。
そ
れ
だ
け
が
事
実
で
、
後
に
は
何
等
の
御
沙
汰
が
な
い
。
い
い
か
な 

 
 

あ
、
最
明
寺
殿
は
念
仏
の
た
め
に
は
長
谷
に
大
仏
殿
（
阿
弥
陀
の
像
。
与
謝
野
晶
子
が
、
鎌
倉
や
御
仏
な
れ
ど
釈 

 
 
 

迦
牟
尼
は
美
男
に
お
わ
す
夏
木
立
か
な
、
と
詠
じ
た
の
は
有
名
、
但
し
こ
れ
は
お
釈
迦
様
の
像
で
は
な
く
阿
弥
陀 

 
 
 

の
像
の
誤
）
を
建
立
し
た
御
仁
で
あ
り
、
禅
宗
の
た
め
に
は
道
隆
上
人
を
わ
ざ
わ
ざ
支
那
よ
り
お
呼
び
し
て
建
長 

 
 
 

寺
を
建
立
さ
れ
た
御
仁
で
あ
る
。
し
か
る
に
日
蓮
は
そ
の
最
明
寺
殿
に
向
か
っ
て
、
念
仏
と
禅
宗
を
す
て
な
け
れ 

 
 

ば
、
他
国
侵
逼
と
自
界
叛󠄀
逆
と
が
起
き
て
く
る
ぞ
と
い
っ
て
お
る
の
だ
。
日
蓮
に
向
か
っ
て
何
等
御
沙
汰
が
な
い 

 
 
 

と
い
う
こ
と
は
実
は
御
沙
汰
が
あ
っ
た
の
と
同
様
だ
。
こ
の
辺
が
政
治
じ
ゃ
よ
。
御
政
道
の
妙
味
と
い
う
の
は
こ 

 
 
 

の
こ
と
を
い
う
の
じ
ゃ
、
わ
か
る
か
な
あ
」 

「
御
沙
汰
の
な
い
が
御
沙
汰
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」 

「
左
様
じ
ゃ
」 

北
条
重
時
は
宝
治
元
年
七
月
よ
り
康
元
元
年
三
月
ま
で
の
約
十
年
間
、
執
権
最
明
寺
（
北
条
時
頼
）
の
連
署
で
あ 

 
 
 

っ
た
。
（
連
署
と
い
う
の
は
連
判
と
も
加
判
と
も
い
っ
て
、
執
権
と
共
に
公
文
書
を
署
判
し
た
た
め
に
こ
の
名
称 

 
 
 

が
あ
る
。
執
権
を
助
け
る
と
と
も
に
、
政
務
の
裁
断
、
理
非
の
判
決
は
執
権
と
同
様
に
執
行
し
た
の
で
あ
る
。
よ 
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っ
て
北
条
重
時
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
）
し
か
も
大
の
念
仏
の
信
者
で
あ
り
聖
人
が
立 

 
 
 

正
安
国
論
を
提
出
し
た
文
応
元
年
の
前
年
正
元
元
年
に
自
ら
極
楽
寺
を
創
建
し
た
。
極
楽
寺
は
終
生
聖
人
の
敵
で 

 
 
 

あ
っ
た
良
観
が
住
職
し
た
寺
で
有
名
で
あ
る
。
北
条
重
時
は
極
楽
寺
を
創
建
し
た
故
を
も
っ
て
自
ら
極
楽
寺
入
道 

 
 
 

と
称
し
、
し
か
も
法
然
上
人
の
孫
弟
子
修
観
か
ら
一
字
を
貰
っ
て
観
覚
と
さ
え
道
号
を
名
の
る
念
仏
の
信
者
で
あ 

 
 
 

る
。
さ
て
、
聖
人
が
文
応
元
年
に
立
正
安
国
論
を
提
出
し
た
時
の
執
権
職
北
条
長
時
は
重
時
の
子
供
で
あ
る
。 

 
 
 

（
最
明
寺
時
頼
は
建
長
七
年
に
執
権
職
を
し
り
ぞ
き
前
執
権
と
し
て
職
務
を
と
っ
て
お
っ
た
）
そ
し
て
そ
の
連
署 

 
 
 

政
村
は
重
時
の
弟
で
あ
り
、
評
定
の
筆
頭
は
重
時
の
従
弟
で
あ
り
、
次
席
は
重
時
の
甥
で
あ
る
。 

従
弟
は
法
然
上
人
の
高
弟
隆
覚
よ
り
受
法
し
、
甥
は
法
然
上
人
の
孫
弟
子
道
阿
弥
の
弟
子
に
な
っ
て
お
る
と
い 

 
 

う
、
一
門
が
悉
く
念
仏
の
パ
リ
パ
リ
の
信
者
で
あ
る
。
こ
の
北
条
重
時
が
執
事
に
向
か
っ
て
、
御
汰
沙
の
な
い
の 

 
 
 

が
沙
汰
で
あ
る
と
今
断
言
し
た
の
で
あ
る
。 

「
で
は
、
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
お
伺
い
い
た
し
ま
す
が
」 

執
事
の
藤
次
左
衛
門
が
重
時
に
訊
ね
た
。 

「
藤
次
、
貴
殿
は
何
年
わ
が
家
の
執
事
を
し
て
お
る
の
だ
。
少
し
考
え
て
み
よ
。
御
政
道
の
妙
味
を
展
開
す
る
の 

 
 

だ
。
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
、
お
伺
い
い
た
し
ま
す
な
ど
と
い
っ
て
お
っ
て
は
な
ら
ん
の
だ
」 

 

「
は
あ…

…

」 

「
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
如
何
な
る
こ
と
に
す
る
の
じ
ゃ
、
わ
か
っ
た
か
」 
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「…
…

で
は
や
り
ま
す
か
」 

藤
次
左
衛
門
は
人
を
あ
や
め
る
格
好
を
し
て
み
せ
た
。 

「
恐
ろ
し
く
は
っ
き
り
も
の
を
い
う
男
じ
ゃ
な
あ
そ
の
方
は
。
気
違
い
坊
主
と
は
い
え
、
立
正
安
国
論
の
上
書
の 

 
 
 

手
続
き
順
序
に
一
つ
の
狂
い
も
な
く
、
ま
こ
と
に
堂
々
た
る
も
の
じ
ゃ
、
軽
々
し
く
こ
と
を
は
こ
ん
で
は
な
ら
な 

 
 

い
」 

「
で
は
如
何
い
た
し
ま
し
ょ
う
か
」 

「
い
い
か
な
あ
、
こ
れ
は
指
図
で
は
な
い
ぞ
、
よ
う
く
聞
け
よ
。
鎌
倉
に
念
仏
を
唱
え
る
の
は
わ
れ
ら
北
条
一
門 

 
 
 

の
み
で
は
な
い
。
市
中
に
は
無
名
の
や
か
ら
が
念
仏
を
朝
夕
一
生
懸
命
に
唱
え
て
お
る
の
だ
。
こ
の
人
々
は
、
常 

 
 
 

日
頃
念
仏
無
間
と
悪
口
を
言
う
日
蓮
の
こ
と
を
、
く
や
し
く
思
っ
て
お
る
の
だ
。
心
か
ら
憎
ん
で
お
る
の
だ
。
誰 

 
 
 

か
が
一
寸
で
も
日
蓮
を
や
れ
と
い
え
ば
、
殺
し
も
し
よ
う
、
名
越
の
草
庵
に
火
も
放
と
う
と
さ
え
思
っ
て
お
る
の 

 
 

だ
。
こ
の
こ
と
を
今
日
ま
で
さ
せ
ず
に
お
っ
た
の
は
一
重
に
御
政
道
の
力
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
今
そ
の
御
政
道
の 

 
 
 

力
が
ゆ
る
ん
だ
と
し
た
ら
如
何
な
る
か
、
今
夜
で
も
名
越
の
方
に
当
っ
て
火
の
手
が
あ
が
ろ
う
。
そ
れ
も
不
思
議 

 
 
 

で
は
な
い
、
誰
れ
で
も
よ
ろ
し
い
日
蓮
を
や
れ
と
声
を
か
け
て
み
よ
、
お
そ
ら
く
数
百
人
、
い
や
数
千
人
の
念
仏 

 
 
 

を
唱
え
る
人
々
が
、
日
頃
の
怒
り
に
燃
え
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
集
ま
る
で
あ
ろ
う
」 

「
殿
、
わ
か
り
ま
し
た
。
わ
か
り
ま
し
た
。
手
前
も
念
仏
の
信
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
黙
っ
て
終
り
ま
で
聞
い
て
お 

 
 
 

る
訳
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
が
小
町
の
辻
に
あ
ら
わ
れ
て
か
ら
今
年
が
丁
度
七
年
目
、
念
仏
の
信
者
も
地
獄 
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行
き
と
の
悪
口
を
七
年
間
指
を
く
わ
え
て
聞
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
ど
ち
ら
が
先
に
地
獄
に
ゆ
く
か
た
め
し
て
み 

 
 
 

ま
し
ょ
う
。
よ
い
時
機
が
ま
い
り
ま
し
た
」 

二 

聖
人
が
座
を
立
っ
た
。
草
庵
の
居
間
の
方
か
ら
は
弟
子
の
日
昭
、
日
興
を
か
こ
ん
で
能
登
房
や
進
士
太
郎
善
春 

 
 
 

等
の
信
者
達
が
互
い
に
話
合
っ
て
い
る
声
が
し
て
お
っ
た
。 

文
応
元
年
八
月
二
十
七
日
の
鎌
倉
名
越
の
聖
人
の
草
庵
の
夕
方
で
あ
る
。 

法
話
を
終
っ
た
聖
人
は
、
た
そ
が
れ
時
の
草
庵
の
庭
に
、
な
に
げ
な
く
佇
立
せ
ら
れ
た
。
秋
を
つ
げ
る
山
萩
が 

 
 
 

こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
咲
い
て
、
も
う
虫
の
音
が
そ
の
根
も
と
に
き
こ
え
て
お
る
。
音
も
な
い
聖
人
の
足
音
を
き
き
わ 

 
 
 

け
る
、
こ
の
辺
に
多
い
、
真
赤
な
山
の
小
が
に
が
、
さ
あ
っ
と
逃
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
き
や
っ
き
や
っ
と
い 

 
 
 

う
声
に
、
聖
人
は
崖
の
上
を
眺
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
は
何
時
も
の
よ
う
に
、
夕
方
に
な
る
と
大
勢
で
や
っ
て
く
る 

 
 
 

猿
の
群
が
い
た
。
山
猿
の
群
が
あ
つ
ま
っ
て
遊
ぶ
さ
ま
を
み
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
子
猿
が
馬
に
乗
っ
た
若 

 
 
 

武
者
の
よ
う
に
威
張
っ
た
格
好
を
し
て
、
母
猿
の
尻
の
近
く
の
上
に
乗
っ
て
お
る
の
を
み
て
、
微
笑
し
た
こ
と
を 

 
 
 

忘
れ
な
い
と
思
う
。 

母
猿
は
自
分
の
背
中
に
子
猿
が
乗
っ
て
お
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
は
少
し
も
頓
着
な
く
、
自
分
の
好
む
が
ま 
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ま
に
さ
あ
と
樹
に
と
び
つ
く
、
そ
の
瞬
間
子
猿
は
小
さ
な
手
を
伸
ば
し
て
母
猿
の
お
腹
を
抱
い
て
急
に
母
猿
の
背 

 
 
 

中
に
消
え
た
か
と
思
う
ほ
ど
、
す
い
つ
い
て
し
ま
う
。
そ
の
仕
草
の
巧
妙
な
こ
と
は
思
わ
ず
、
あ
っ
と
叫
び
た
い 

 
 
 

程
で
あ
る
。 

さ
て
名
越
の
山
に
む
れ
集
っ
た
猿
達
は
、
崖
の
上
か
ら
聖
人
の
姿
を
眺
め
て
い
た
が
、
や
が
て
立
ち
上
る
と
両 

 
 
 

手
を
合
せ
た
。
毎
日
の
よ
う
に
草
庵
の
近
く
に
遊
ぶ
う
ち
に
合
掌
す
る
し
ぐ
さ
を
覚
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

合
掌
の
手
を
ほ
ど
く
と
、
き
や
あ
っ
き
や
あ
っ
と
叫
び
な
が
ら
、
互
い
に
手
を
つ
な
ぎ
合
せ
て
、
所
謂
猿
真
似 

 
 
 

の
鎖
を
つ
く
っ
た
が
、
そ
の
端
の
猿
は
聖
人
の
前
に
現
わ
れ
て
手
を
差
し
出
し
た
。 

な
に
げ
な
く
聖
人
が
手
を
出
す
と
、
思
っ
た
よ
り
も
力
づ
よ
く
、
ぐ
ん
ぐ
ん
と
上
に
引
っ
ぱ
る
。
崖
は
ゆ
る
や 

 
 
 

か
な
傾
斜
な
の
で
猿
真
似
の
鎖
が
、
思
い
の
外
た
よ
り
に
な
る
杖
と
な
っ
て
聖
人
は
崖
の
上
に
登
っ
て
し
ま
っ
た 

 
 
 

の
で
あ
る
。 

昔
越
後
の
乙
寺
に
法
華
経
を
た
も
つ
僧
が
あ
っ
て
朝
夕
法
華
経
を
読
ん
で
お
っ
た
が
、
毎
日
の
よ
う
に
、
二 

 
 
 
 

匹
の
猿
が
き
て
は
お
経
を
聞
い
て
お
っ
た
。
そ
こ
で
或
る
日
、
僧
が
猿
に
向
っ
て
「
お
前
達
は
お
経
を
き
き
に
き 

 
 
 

て
お
る
が
、
お
経
を
書
い
て
や
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
猿
は
合
掌
し
て
僧
侶
を
拝
ん
だ
。
僧
は
あ
わ
れ 

 
 
 

不
思
議
と
思
っ
て
お
っ
た
が
、
五
、
六
日
す
る
と
数
百
匹
の
猿
ど
も
が
椿
の
皮
を
銘
々
に
背
負
っ
て
僧
侶
の
前 

 
 
 
 

に
積
ん
で
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
僧
侶
は
そ
れ
を
紙
に
す
か
せ
て
、
こ
れ
に
法
華
経
の
経
文
を
書
き
つ
ら
ね 

 
 
 

た
が
、
そ
の
間
二
匹
の
猿
は
毎
日
い
ろ
い
ろ
な
果
物
を
運
ん
で
き
て
は
僧
を
供
養
し
た
の
で
あ
る
。 
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こ
う
し
て
僧
が
法
華
経
の
第
五
の
巻
を
書
く
頃
に
な
っ
た
時
、
二
匹
の
猿
の
姿
が
み
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ 

 
 
 

る
。
怪
し
く
思
っ
た
が
僧
が
山
へ
入
っ
て
探
す
と
、
あ
る
山
の
奥
に
、
山
芋
を
も
っ
た
ま
ま
、
頭
を
穴
の
中
に 

 
 
 
 

入
れ
て
、
逆
さ
ま
に
な
っ
て
二
匹
と
も
死
ん
で
お
っ
た
の
で
あ
る
。
山
芋
を
深
く
掘
っ
て
、
穴
に
落
ち
て
あ
が
る 

 
 
 

こ
と
が
出
来
ず
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
僧
は
深
く
悲
し
み
、
猿
の
か
ば
ね
を
埋
め
て
法
華
経
を
読
誦
し
て
帰
っ
て 

 
 
 

来
た
の
で
あ
る
。
僧
は
そ
の
後
写
経
を
終
ら
な
い
で
、
寺
の
仏
前
の
柱
を
ほ
っ
て
そ
の
中
に
か
き
か
け
の
法
華
経 

 
 
 

を
奉
納
し
て
そ
の
寺
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
四
十
余
年
を
へ
て
、
紀
躬
高
朝
臣
が
当
国
の
国
守
に
な
っ
て 

 
 
 

き
た
が
、
こ
の
乙
寺
に
参
詣
し
て
、
そ
の
住
僧
に
尋
ね
て
「
も
し
こ
の
寺
に
書
き
終
ら
な
い
経
が
な
い
で
あ
ろ
う 

 
 

か
」
と
問
う
た
。
す
る
と
昔
の
住
僧
が
ま
だ
生
き
て
お
る
こ
と
が
わ
か
り
既
に
八
十
歳
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
お 

 
 
 

経
の
あ
る
こ
と
を
語
り
、
そ
の
由
来
を
話
し
た
の
で
国
守
は
大
い
に
歓
喜
し
て
「
自
分
は
こ
の
願
を
果
さ
ん
が
た 

 
 
 

め
に
、
今
当
国
の
国
守
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
昔
の
猿
は
自
分
で
あ
る
。
法
華
経
の
力
に
よ
っ
て
人
身
を
得 

 
 
 

た
の
で
あ
る
」
と
語
り
、
三
千
部
の
法
華
経
を
書
い
て
寺
に
奉
納
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
話
は
事
実 

 
 
 

で
、
寺
も
現
存
す
る
と
、
建
長
六
年
（
文
応
元
年
を
さ
か
の
ぼ
る
七
年
前
）
脱
稿
の
古
今
著
聞
集
に
載
せ
て
あ 

 
 
 
 
 

る
） 

猿
は
仁
獣
と
も
い
わ
れ
る
。
前
述
の
話
に
も
猿
と
法
華
経
の
話
を
載
せ
て
お
る
程
だ
か
ら
、
今
名
越
の
猿
ど
も 

 
 
 

が
、
聖
人
の
手
を
引
い
て
崖
の
上
へ
登
ら
せ
た
か
ら
と
て
敢
て
不
思
議
で
は
な
い
。 

や
が
て
の
こ
と
に
聖
人
を
中
心
に
し
て
、
樹
の
上
か
ら
も
、
聖
人
の
右
に
も
左
に
も
、
む
れ
集
ま
っ
た
猿
ど
も 
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は
、
け
た
た
ま
し
い
声
を
た
て
な
が
ら
山
奥
へ
山
奥
へ
と
聖
人
を
い
ざ
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。 

十
町
程
も
聖
人
が
猿
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
山
路
を
き
た
時
で
あ
る
。
背
後
の
草
庵
の
方
角
に
あ
た
っ
て
お
び
た 

 
 
 

だ
し
い
人
の
騒
ぎ
声
と
馬
の
噺
き
が
き
こ
え
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
を
聞
く
と
、
猿
の
叫
び
声
は
な
お
更
に
大
き
く
な
り
大
勢
で
が
さ
が
さ
と
樹
の
枝
を
ふ
る
わ
せ
た
が
、
聖 

 
 
 

人
が
通
ら
れ
た
路
あ
と
に
沢
山
の
枯
れ
枝
を
落
し
て
路
を
か
く
す
よ
う
で
あ
っ
た
。 

こ
の
時
分
、
聖
人
の
居
ら
れ
た
草
庵
に
は
、 

「
日
蓮
を
殺
せ
」 

「
気
違
い
坊
主
を
逃
す
な
」 

「
念
仏
門
徒
の
仇
を
討
て
」 

と
口
々
に
口
汚
く
罵
っ
て
、
て
ん
で
に
松
明
、
得
物
を
手
に
し
な
が
ら
数
百
人
の
群
勢
が
、
草
庵
め
が
け
て
殺
到 

 
 
 

し
て
お
っ
た
。 

指
揮
を
と
る
の
は
覆
面
を
し
た
馬
上
の
武
士
で
あ
っ
た
。
草
庵
の
四
方
か
ら
馬
を
す
す
め
て
、
手
綱
さ
ば
き
も 

 
 
 

見
事
に
、
暴
徒
が
草
庵
中
に
走
り
こ
ま
ね
ば
な
ら
ん
よ
う
に
馬
を
止
動
す
る
の
だ
っ
た
。
勢
あ
ま
っ
た
暴
徒
は
草 

 
 
 

庵
の
中
に
松
明
を
投
げ
こ
ん
だ
。 

一
瞬
に
し
て
草
庵
は
火
に
包
ま
れ
た
。 

能
登
房
、
進
士
太
郎
善
春
等
は
、
よ
く
奮
戦
し
た
が
、
こ
れ
と
て
も
、
弟
子
の
日
昭
、
日
興
を
逃
す
た
め
に
時 
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を
か
せ
ぐ
奮
戦
で
、
や
が
て
時
を
見
て
二
人
と
も
暴
徒
か
ら
身
を
ひ
い
た
。 

暴
徒
は
明
ら
か
に
聖
人
一
人
を
目
的
に
し
て
き
た
ら
し
く
、
弟
子
や
信
徒
達
の
退
散
に
は
手
も
出
さ
な
か
っ 

 
 
 

た
。
み
る
み
る
草
庵
は
焼
け
落
ち
た
。
聖
人
は
出
て
こ
な
い
。
聖
人
は
焼
死
し
た
と
思
っ
た
か
、
馬
上
の
武
者
の 

 
 
 

合
図
に
暴
徒
は
風
の
如
く
去
っ
て
い
っ
た
。 

や
が
て
暴
徒
が
襲
来
し
た
こ
と
も
、
草
庵
が
焼
け
落
ち
た
こ
と
も
、
嘘
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
よ
う
な
、
静 

 
 
 

寂
が
あ
と
を
支
配
し
て
い
た
。 

三 

「
日
蓮
と
い
う
坊
さ
ん
は
殺
さ
れ
た
そ
う
だ
」 

「
え
え
っ
本
当
で
す
か
そ
れ
は
」 

「
し
か
も
焼
き
殺
さ
れ
た
と
い
う
話
で
す
よ
」 

「
い
つ
で
す
」 

「
一
昨
日
の
晩
で
す
よ
、
四
、
五
百
人
の
人
数
で
名
越
の
草
庵
を
取
り
か
こ
ん
で
、
火
を
放
っ
て
厳
重
に
見
張
る 

 
 

と
、
弟
子
や
信
者
の
逃
げ
出
す
の
に
は
眼
も
く
れ
ず
、
そ
れ
ま
で
草
庵
で
説
法
を
し
て
お
っ
た
日
蓮
坊
主
の
出
て 

 
 
 

来
る
の
を
ま
っ
て
お
っ
た
が
、
火
が
消
え
て
も
と
う
と
う
出
て
来
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
、
あ
ん
な
気 
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性
の
は
げ
し
い
人
だ
か
ら
見
苦
し
い
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
火
の
中
で
死
ん
だ
の
で
し
ょ
う
」 

「
そ
う
で
す
か
、
そ
り
ゃ
あ
よ
か
っ
た
。
あ
ん
な
に
念
仏
の
悪
口
を
い
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
そ
の
位
の
往
生
を
し 

 
 
 

て
も
不
思
議
は
な
い
さ
」 

「
ま
っ
た
く
ね
え
。
天
下
の
鎌
倉
、
し
か
も
執
権
職
の
屋
敷
の
の
き
端
に
声
が
と
ど
き
そ
う
な
小
町
の
辻
で
、
念 

 
 
 

仏
無
間
、
禅
天
魔
と
く
る
ん
で
す
か
ら
ま
あ
ま
あ
普
通
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
、
よ
く
今
ま
で
命
が
あ
り
ま
し
た
ね 

 
 
 

え
、
何
年
つ
づ
い
た
か
な
」 

「
そ
う
で
す
ね
え
、
忘
れ
も
し
な
い
、
真
夜
中
に
逗
子
葉
山
の
辺
の
東
の
方
に
あ
た
っ
て
、
大
き
な
真
白
い
虹
が 

 
 
 

で
た
年
で
し
た
。
如
何
な
る
前
兆
か
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
年
に
日
蓮
坊
主
が
小
町
の
辻
に
た
っ
て
真
言
亡
国
、
律 

 
 
 

国
賊
を
は
じ
め
た
の
で
す
よ
」 

「
そ
り
ゃ
、
あ
ん
た
、
建
長
六
年
の
年
で
す
よ
。
し
て
み
る
と
、
今
年
で
丁
度
七
年
間
続
い
た
」 

「
七
年
の
間
も
念
仏
無
間
、
禅
天
魔
を
や
っ
た
こ
と
に
な
る
な
あ
、
鎌
倉
に
は
南
に
は
念
仏
の
二
万
五
千
貫
の
大 

 
 
 

仏
さ
ま
、
北
に
は
有
名
な
支
那
の
杭
州
経
山
寺
を
本
朝
に
移
し
た
と
い
わ
れ
る
禅
宗
の
建
長
寺
が
あ
る
。
こ
れ
が 

 
 
 

二
つ
と
も
今
を
時
め
く
北
条
時
頼
公
の
建
立
だ
。
こ
の
方
の
お
屋
敷
の
近
く
に
た
っ
て
、
そ
の
念
禅
の
悪
口
を
七 

 
 
 

年
間
も
た
て
つ
づ
け
に
い
っ
た
ん
だ
か
ら
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
ち
ゃ
、
大
し
た
坊
主
だ
が…

…

」 

「
気
違
い
で
す
よ
。
気
違
い
な
ら
な
ん
と
だ
っ
て
い
え
ま
す
よ
、
日
蓮
と
い
う
坊
さ
ん
は
可
哀
想
だ
が
気
違
い
で 

 
 
 

す
よ
、
私
は
そ
う
思
っ
て
る
ん
だ
」 
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「
と
こ
ろ
が
気
違
い
な
ら
往
来
で
た
ん
と
悪
口
を
い
っ
た
っ
て
取
締
り
よ
う
も
な
か
ろ
う
が
、
日
蓮
と
い
う
坊
さ 

 
 
 

ん
は
気
違
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。
医
者
に
聞
い
た
話
だ
け
れ
ど
気
違
い
の
話
は
筋
が
通
っ
て
い
な
い
と
い
う 

 
 
 

が
、
日
蓮
さ
ん
は
筋
が
通
っ
て
い
る
。
日
蓮
さ
ん
は
立
正
安
国
論
と
い
う
書
物
を
書
い
て
前
の
執
権
職
時
頼
殿
に 

 
 
 

献
上
し
た
ん
だ
。
し
か
も
そ
の
書
物
の
中
で
も
、
念
仏
や
禅
者
の
悪
口
を
い
う
ば
か
り
か
、
禅
宗
や
念
仏
を
信
仰 

 
 
 

し
て
お
る
と
、
北
条
一
門
に
同
志
討
ち
が
起
り
、
や
、
が
て
は
よ
そ
の
国
が
こ
の
目
本
の
国
を
攻
め
て
く
る
ぞ
、
と 

 
 

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
ん
だ
そ
う
な…

…

」 

「
そ
ん
な
だ
い
そ
れ
た
こ
と
を
書
い
て
、
よ
く
も
お
咎
め
が
な
い
も
ん
で
す
ね
え
」 

「
の
ん
き
な
こ
と
を
い
っ
て
る
よ
、
こ
の
人
は
、
日
蓮
と
い
う
坊
さ
ん
は
、
そ
の
た
め
に
焼
き
殺
さ
れ
た
ん
だ
と 

 
 
 

話
の
最
初
に
い
っ
て
る
じ
ゃ
あ
な
い
か
い
、
し
っ
か
り
し
な
さ
い
よ
」 

「
あ
あ
そ
う
か
、
本
当
、
本
当
」 

「
こ
れ
で
鎌
倉
の
名
物
が
一
つ
な
く
な
っ
た
訳
か
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
。
ち
ょ
っ
と
と
い
い
好
い
口
調
だ
ね
え
。
し 

 
 

か
し
、
家
ご
と
焼
き
殺
し
ち
ま
う
と
は
恐
ろ
し
く
威
勢
の
い
い
や
り
口
だ
が
、
誰
か
の
指
金
だ
ろ
う
。
ま
さ
か
執 

 
 
 

権
職
じ
き
じ
き
の
御
命
令
で
は
あ
る
ま
い
が…

…

」 

「
そ
れ
が
執
権
職
じ
き
じ
き
の
口
き
き
ら
し
い
、
ま
さ
か
前
の
御
執
権
職
時
頼
さ
ま
で
は
、
式
目
（
鎌
倉
時
代
の 

 
 
 

法
律
）
の
手
前
も
あ
っ
て
、
そ
ん
な
無
茶
な
こ
と
は
す
ま
い
が
、
今
の
御
執
権
職
は
前
の
御
連
署
重
時
さ
ま
の
子 

 
 
 

供
の
長
時
さ
ま
だ
。
重
時
さ
ま
は
極
楽
寺
を
建
立
さ
れ
て
、
御
自
分
の
こ
と
を
極
楽
寺
入
道
観
覚
と
さ
え
い
っ
て 
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お
る
程
の
大
念
仏
者
、
そ
の
子
供
が
執
権
職
に
な
っ
た
ん
だ
も
の
、
念
仏
の
悪
口
を
い
わ
れ
て
お
っ
て
、
黙
っ
て 

 
 
 

お
る
も
の
か
、
重
時
さ
ま
が
そ
れ
と
な
く
匂
わ
す
れ
ば
子
供
だ
も
の
執
権
職
も
黙
っ
て
は
お
れ
ま
す
ま
い
」 

「
そ
う
だ
そ
う
だ
、
ま
っ
た
く
だ
。
大
体
北
条
さ
ま
は
代
々
が
本
家
は
禅
宗
、
分
家
は
御
念
仏
と
相
場
が
き
ま
っ 

 
 
 

て
い
る
ん
だ
。
悪
口
を
い
わ
れ
て
念
仏
や
禅
宗
の
信
者
達
が
怒
り
出
し
て
火
を
草
庵
に
つ
け
た
と
い
う
の
は
表
面 

 
 
 

の
こ
と
で
、
御
指
図
は
お
上
か
ら
出
た
の
に
違
い
な
い
、
そ
う
で
な
け
り
ゃ
、
名
越
に
は
北
条
一
門
の
屋
敷
（
北 

 
 
 

条
義
時
の
子
朝
時
）
が
あ
る
の
に
、
そ
の
近
く
で
夜
討
ち
な
ど
と
い
う
だ
い
そ
れ
た
こ
と
が
出
来
る
筈
が
な
い
」 

「
あ
あ
、
こ
れ
で
日
蓮
さ
ん
も
お
し
ま
い
か
、
大
き
な
坊
さ
ん
だ
っ
た
か
ら
、
た
い
そ
う
焼
け
で
が
あ
っ
た
で
し 

 
 
 

ょ
う
ぜ
。
ナ
ム
ア
ミ
ナ
ム
ア
ミ
」 

文
応
元
年
八
月
の
三
十
日
、
聖
人
の
名
越
の
草
庵
が
焼
か
れ
て
か
ら
三
日
目
で
あ
る
。 

鎌
倉
中
ど
こ
へ
い
っ
て
も
日
蓮
坊
が
焼
け
死
ん
だ
と
い
う
話
で
も
ち
き
っ
て
い
た
。 

 

念
仏
無
間 

禅
天
魔 

 

真
言
亡
国 

律
国
賊 

七
か
年
も
叫
び
つ
づ
け
ら
れ
た
小
町
の
辻
に
、
焼
き
討
ち
の
あ
っ
た
日
か
ら
、
聖
人
の
姿
は
み
え
な
か
っ
た
。 

「
日
蓮
坊
が
焼
き
殺
さ
れ
た
」 

鎌
倉
の
街
の
う
わ
さ
は
い
よ
い
よ
確
実
に
な
っ
た
。 

そ
の
頃
、
聖
人
は
下
総
国
八
幡
の
荘
若
宮
（
千
葉
県
市
川
市
）
の
領
主
富
木
五
郎
胤
継
の
屋
敷
に
移
っ
て
お
っ 
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た
。 聖

人
は
こ
の
屋
敷
で
百
か
日
の
法
莚
を
開
き
、
太
田
乗
明
、
曾
谷
教
信
、
秋
元
太
郎
等
々
の
有
名
な
信
者
を
得 

 
 
 

た
の
で
あ
っ
た
。 


